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夢
　
風
　
撰
　
巻
　
頭

蜩
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
て
秋
を
知
る　

 

菊
谷　
　

潔

ひ
ぐ
ら
し
に
よ
び
さ
ま
さ
れ
て
あ
き
を
し
る　
き
く
た
に
き
よ
し

　
遠
く
か
ら
だ
れ
か
が
呼
ぶ
。
ふ
と
目
を
覚
ま
す
と
何
時
も
と
変
わ
ら
な
い
わ
が
身
横
た
わ
っ
て
い
た
。
邯
鄲
の
夢
か
南

柯
の
夢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
夢
は
楽
し
か
っ
た
が
、
何
か
儚
い
も
の
が
滓
（
お
り
）
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
。
此
の
世

の
栄
枯
盛
衰
も
全
て
一
時
の
夢
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
人
生
お
ご
る
こ
と
な
か
れ
。「
桐
一
葉
落
ち
て
天
下
の
秋
を
知
る
」

で
あ
る
。 

（
六
）

　
夢
　
風
　
撰
　
巻
　
頭

片
白
草
む
し
ろ
わ
た
し
が
病
ん
で
ゐ
る　

升
田
ヤ
ス
子

か
た
し
ろ
ぐ
さ
む
し
ろ
わ
た
し
が
や
ん
で
い
る　
ま
す
だ
や
す
こ

　
片
白
草
と
は
半
夏
生
の
こ
と
。
模
様
で
あ
る
け
れ
ど
こ
の
草
は
満
遍
な
く
緑
の
葉
で
な
く
白
斑
が
あ
る
の
は
な
に
か
全

う
で
は
な
い
ね
。
と
思
っ
て
観
て
い
た
が
、
は
て
、
と
気
が
付
い
た
。
片
白
草
よ
り
む
し
ろ
私
の
ほ
う
が
病
ん
で
い
る
の

か
も
。
と
気
付
い
た
。 

（
六
）



白
き
部
屋
　
◎
　
笹
村
　
政
子

雪
　
嶺
　
抄

▽
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
句
か
ら
、「
遠
く
（
い
）
と
い
う
の
は
？
」
と
い
う
の
を
考
え
て
み
た
。
二
つ
の
も
の
が
空
間
的
、
時
間
的
に
、
ま
た

心
理
的
に
離
れ
て
い
る
さ
ま
。「
近
く
の
反
対
、
手
が
届
か
な
い
。
見
え
る
も
の
が
遠
く
、
聞
こ
え
る
も
の
が
遠
く
、
視
覚
、
聴
覚
、
意
識
、

目
指
す
も
の
、
目
標
に
対
す
る
距
離
、
互
い
の
距
離
（
心
、
身
体
な
ど
近
づ
き
難
い
精
神
状
態
）
ほ
か
に
も
あ
れ
こ
れ
考
え
ら
れ
る
距
離
が

あ
る
が
、
彼
女
は
遠
く
に
気
持
ち
を
お
い
て
い
る
の
か
も
。
身
ほ
と
り
か
ら
離
れ
た
何
か
を
求
め
て
い
る
の
か
、
意
識
し
な
い
で
遠
く
に
意

識
を
お
い
て
い
る
の
か
。
手
の
届
か
な
い
距
離
に
意
識
が
飛
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
意
識
を
遠
く
に
お
け
ば
、
身
近
に
鳴
く
蜩

の
声
も
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
よ
う
で
あ
る
し
、
身
ほ
と
り
か
ら
遠
く
へ
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

い
か
に
も
蜩
ら
し
い
捉
え
方
で
あ
る
。
ひ
ぐ
ら
し
と
は
日
暮
で
あ
り
一
日
中
と
い
う
意
味
も
あ
ろ
う
。
眼
差
し
が
遠
く
に
あ
る
の
は
漠
然
と

も
の
を
考
え
て
い
る
状
態
で
も
あ
る
。
意
識
を
遠
く
に
置
け
ば
眼
前
に
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

▽
「
白
桃
」
の
句
、
そ
の
状
態
を
表
現
す
る
の
に
、
最
も
多
い
の
が
、「
し
た
た
る
」、
水
に
漬
け
る
と
「
銀
色
」
に
輝
く
と
い
う
の
が
常
套

な
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
常
套
な
表
現
も
一
つ
見
方
を
か
え
る
と
作
品
が
が
ら
り
と
変
化
す
る
。
そ
の
こ
と
を
彼
女
に
助
言
す
る
の
を
つ
い

忙
し
さ
に
か
ま
け
て
忘
れ
て
い
た
。
こ
の
句
の
余
分
な
表
現
は
「
雫
」
と
「
食
み
」
で
あ
る
。
し
た
た
る
状
態
で
ど
の
よ
う
な
仕
種
を
作
者

が
取
っ
て
い
る
か
を
言
え
ば
良
か
っ
た
。
す
る
と
「
し
た
た
る
」
が
桃
の
特
徴
を
よ
く
表
現
で
き
る
。

▽
「
鈴
虫
」
の
鳴
き
声
が
風
に
も
っ
て
行
か
れ
た
と
い
う
気
づ
き
発
想
が
独
創
的
で
風
情
が
あ
る
。
夢
風
撰
候
補
。

▽
「
新
盆
」
の
句
、作
者
は
基
督
信
仰
者
だ
が
、亡
く
な
っ
た
お
嬢
さ
ん
は
嫁
ぎ
先
の
宗
教
（
仏
教
）
に
従
っ
て
新
盆
と
い
う
仏
教
行
事
を
行
っ

た
の
だ
ろ
う
。
同
時
作
の
「
八
月
や
灯
さ
ば
白
き
吾
子
の
部
屋
」
も
亡
く
な
っ
た
仏
が
部
屋
に
い
て
そ
こ
が
明
る
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
白

く
な
っ
た
と
言
っ
た
。
白
い
と
い
う
の
は
白
色
、
白
い
、
明
ら
か
、
明
ら
か
に
す
る
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
う
、
汚
れ
の
な
い
、
空
白
、
と
い

う
意
味
が
あ
る
。
第
二
義
と
し
て
、〔
説
文
解
字
・
巻
七
〕
に
は
「
西
方
の
色
な
り
。
陰
、
事
を
用
ゐ
る
と
き
、
物
色
白
し
。
入
に
從
ひ
て

二
を
合
す
。
二
、
陰
數
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
五
行
説
に
基
づ
く
も
の
。
五
行
説
で
白
は
、
西
方
を
い
う
。
な
ど
政
子
の
作
品
か
ら
大
変

勉
強
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
書
く
楽
し
み
が
多
い
所
以
（
ゆ
え
ん
）。

ひ
ぐ
ら
し
の
遠
く
の
ぞ
め
ば
遠
く
よ
り

吾
子
訪
は
ば
二
階
の
灯
る
良
夜
か
な

良
夜
か
な
さ
ん
ふ
ら
わ
あ
の
船
明
り

白
桃
の
し
た
た
る
雫
食
み
に
け
り

鈴
虫
の
声
を
持
て
ゆ
く
風
の
あ
り

秋
出
水
明
石
大
門
の
濁
り
か
な

な
に
も
か
も
濁
流
の
も
の
秋
出
水

新
盆
の
吾
子
に
暮
れ
ゆ
く
窓
辺
か
な

八
月
や
灯
さ
ば
白
き
吾
子
の
部
屋

一
人
来
て
ひ
と
り
と
思
ふ
花
野
か
な



兄
の
手
　
◎
　
志
方
　
章
子

蟋
　
蟀
　
抄

▽
「
葉
柳
」
の
作
品
兄
上
が
御
病
気
な
の
だ
ろ
う
。
兄
弟
と
は
い
え
異
性
の
手
を
握
る
の
は
何
か
気
恥
ず
か
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
掲
句
は

か
細
く
な
っ
た
手
を
握
っ
て
万
感
の
想
い
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
手
は
予
想
外
に
温
か
く
、
意
外
で
あ
っ
た
。
そ
の
温
か
み
が
ま
る
で

子
ど
も
の
頃
、
手
を
引
い
て
く
れ
た
兄
の
温
か
さ
だ
と
直
感
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
兄
妹
の
互
い
の
想
い
が
蘇
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の

妹
の
行
動
は
手
当
で
あ
る
。
幾
分
兄
上
も
病
の
気
が
上
が
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。「
柳
」
は
新
芽
の
こ
ろ
が
最
も
美
し
く
、
柳
と
い
え
ば
春

季
だ
が
、
夏
の
葉
の
茂
っ
た
柳
も
別
の
趣
が
あ
る
。
掲
句
は
夏
、
柳
は
青
々
と
葉
を
濃
く
し
、
地
面
や
川
面
に
長
く
枝
垂
れ
、
と
き
に
細
い

枝
を
風
に
な
び
か
せ
る
。
枝
垂
れ
て
川
面
を
水
鏡
と
す
る
風
情
も
趣
深
い
。
単
に
「
柳
」
は
春
の
季
語
。
掲
句
の
情
感
が
見
舞
い
に
行
っ
た

季
節
を
通
わ
せ
て
い
て
味
わ
い
深
い
句
と
な
っ
た
。
同
時
作
「
七
夕
紙
」
も
同
じ
心
で
あ
ろ
う
。

▽
「
夏
の
鯉
」
の
作
品
。
夏
の
鯉
は
す
っ
か
り
太
っ
て
、
動
き
も
活
発
。
そ
の
姿
を
み
て
身
を
く
ね
ら
せ
て
い
る
と
表
現
し
た
。
そ
の
姿
は

鯉
が
方
向
転
換
し
た
時
に
く
ね
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
だ
。
冬
場
と
違
っ
て
い
か
に
も
行
動
の
活
発
な
時
期
を
詠
ん
で
い
る
。

▽
「
蛍
狩
」
の
句
、
彼
の
世
と
い
う
の
は
、
死
ん
だ
後
に
行
く
と
さ
れ
る
世
界
。
死
後
の
世
界
。
来
世
。
一
世
（
い
っ
せ
）
過
去
、
現
在
、

未
来
の
中
の
一
つ
で
仏
教
の
言
葉
。
そ
の
境
目
が
あ
る
よ
う
に
蛍
は
此
の
世
、
彼
の
世
を
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
蛍
が

灯
っ
て
い
る
と
き
は
此
の
世
で
消
え
た
時
は
彼
の
世
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
私
も
蛍
に
な
っ
て
彼
の
世
を
一
度
覗
い
て
み
た
い
と
願

望
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
望
む
彼
の
世
に
行
っ
て
蛍
は
作
者
の
想
い
を
伝
え
、
闇
の
彼
の
世
か
ら
戻
っ
て
、
愛
す
る
人
の
想
い

を
作
者
に
伝
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ホ
タ
ル
語
だ
か
ら
人
間
の
耳
で
は
聞
き
取
れ
な
い
。
物
理
的
に
は
反
宇
宙
が
あ
っ
て

こ
の
世
と
背
中
合
わ
せ
と
思
う
の
だ
が
、
余
り
考
え
な
い
方
が
い
い
。

※
新
し
い
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
明
る
く
楽
し
い
章
子
本
来
の
句
に
戻
る
の
も
い
い
か
と
思
う
。

金
色
の
身
を
く
ね
ら
せ
て
夏
の
鯉

人
影
の
時
折
う
ご
く
簾
か
な

と
ん
ぼ
う
の
日
差
し
に
溶
け
て
し
ま
ひ
け
り

父
母
も
夫
も
在
さ
む
天
の
川

葉
柳
や
見
舞
ひ
し
兄
の
手
の
温
し

七
夕
紙
兄
の
回
復
願
ひ
け
り

蛍
狩
彼
の
世
と
い
ふ
は
ど
ん
な
と
こ

白
南
風
や
遺
影
の
夫
と
見
つ
め
合
ふ

取
り
あ
へ
ず
バ
ナ
ナ
に
腹
を
満
た
し
け
り

五
月
闇
猫
の
聞
き
耳
立
て
て
を
り



片
白
草
　
◎
　
升
田
ヤ
ス
子

は
ま
な
す
抄

▽
片
白
草
と
は
半
夏
生
草
の
こ
と
半
夏
生
（
は
ん
げ
し
ょ
う
）
は
雑
節
の
一
つ
で
、半
夏
（
烏
柄
杓
）
と
い
う
薬
草
が
生
え
る
頃
。
一
説
に
、

ハ
ン
ゲ
シ
ョ
ウ
（
カ
タ
シ
ロ
グ
サ
）
と
い
う
草
の
葉
が
名
前
の
通
り
半
分
白
く
な
っ
て
化
粧
し
て
い
る
よ
う
に
な
る
頃
と
も
。
ハ
ン
ゲ
シ
ョ

ウ
（
半
夏
生
）
の
花
言
葉
は
「
内
気
」、「
内
に
秘
め
た
情
熱
」。
だ
か
ら
俳
句
の
場
合
は
取
り
合
わ
せ
も
あ
る
が
掲
句
の
よ
う
に
一
元
句
で

詠
む
場
合
も
あ
る
。
作
者
は
「
変
な
草
」
と
思
っ
た
が
、
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
、
私
の
方
が
変
な
の
で
は
な
い
か
？
と
ふ
と
我
に
返
っ
た
。

女
性
に
と
っ
て
大
事
な
化
粧
が
半
端
に
な
っ
て
い
る
わ
、
と
反
省
し
て
い
る
と
も
。
半
夏
生
草
と
か
い
た
が
、
雑
節
で
な
く
植
物
の
場
合
、

混
同
し
や
す
い
の
で
面
倒
く
さ
い
が
「
半
夏
生
草
」
と
表
記
し
て
「
は
ん
げ
し
ょ
う
」
と
呼
ば
す
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
句
の
内
容
に
よ
つ

て
草
の
方
だ
と
思
わ
せ
る
句
も
あ
る
。
掲
句
の
場
合
は
「
片
白
草
」
で
趣
き
が
薄
れ
る
。

▽
月
下
美
人
の
作
品
。
そ
の
香
り
と
姿
は
「
白
蛇
抄
」
は
水
上
勉
（
み
ず
か
み
・
つ
と
む
）
の
小
説
に
出
て
く
る
女
性
と
見
て
い
る
。
中
国

の
白
蛇
伝
を
も
と
に
書
い
た
話
で
「
蛇
が
、
仙
人
修
行
を
し
て
人
間
と
な
っ
た
女
が
、
前
世
で
自
分
の
命
を
助
け
て
く
れ
た
人
間
の
男
と
数

百
年
の
時
を
経
て
再
会
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
襲
わ
れ
な
が
ら
も
、
恋
に
落
ち
る
」
と
い
う
民
話
。
月
下
美
人
か
ら
「
白
蛇
伝
」
に
連
想

が
及
び
、
作
者
自
ら
が
白
蛇
に
な
り
な
が
ら
月
下
美
人
は
蛇
の
化
身
で
あ
る
と
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
髪
逆
立
て
て

ゐ
る
わ
た
し
」
と
は
月
下
美
人
に
嫉
妬
し
て
い
る
と
連
想
を
た
く
ま
し
く
し
、
月
下
美
人
の
化
身
と
美
貌
を
競
っ
て
い
る
状
態
。
最
近
暗
闇

で
六
甲
の
左
腕
に
す
が
っ
て
く
る
物
の
怪
は
ヤ
ス
子
で
あ
つ
た
か
。

▽
「
水
晶
」
の
句
。
地
球
自
然
界
に
直
線
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
一
般
だ
が
、
あ
る
人
に
よ
る
と
「
宇
宙
は
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
り
創
造

さ
れ
、
膨
張
中
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
言
う
こ
と
は
、
中
心
？
か
ら
球
状
に
広
が
り
続
け
て
い
る
、
つ
ま
り
球
状
の
空
間
の
中
に
宇
宙
が

あ
る
と
想
像
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
物
は
曲
線
に
な
る
」
と
い
う
説
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
水
晶
に
も
直
線
は
あ
る
。
専
門
的
に
は
ヤ
ス
子
の

言
う
よ
う
に「
六
方
柱
状
」の
化
学
的
に
天
の
川
を
詠
ん
だ
。
も
う
一
句
は
河
原
湯
に
浸
か
っ
て
い
た
ら
天
の
川
が
は
つ
き
り
と
見
え
て「
落

ち
て
来
そ
う
な
」夢
想
に
囚
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
女
の
今
月
の
作
品
は
不
思
議
な
感
覚
を
詠
ん
だ
非
現
実
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
で
、

虚
実
皮
膜
の
間
を
次
に
は
詠
ん
で
ほ
し
い
と
願
う
。
ま
だ
ま
だ
若
い
感
覚
に
満
ち
て
い
る
。

そ
の
時
の
姿
は
自
在
金
魚
描
く

み
ち
の
く
や
歌
を
枕
の
三
尺
寝

白
鷺
の
北
へ
飛
び
た
つ
柳
か
な

水
晶
は
六
方
柱
状
天
の
川

川
原
湯
や
落
ち
て
来
さ
う
な
天
の
川

文
月
や
卒
寿
の
翁
に
筆
賜
ひ

落
蝉
の
跳
ね
て
ま
た
地
に
ぶ
つ
か
り
ぬ

片
白
草
む
し
ろ
わ
た
し
が
病
ん
で
ゐ
る

月
下
美
人
蛇
の
化
身
に
違
ひ
な
し

月
下
美
人
髪
逆
立
て
て
ゐ
る
わ
た
し



六
郷
集
同
人芋

の
葉
　
◎
　
藤
生
不
二
男

▽
芋
の
葉
が
思
い
思
い
に
揺
れ
る
様
子
に
気
づ
い
た
。
も
っ
と
も
芋
の
葉
の
形
状
か
ら
し
て
み
な
同
じ
揺
れ
方
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、

吹
く
風
の
方
向
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
を
持
っ
て
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
が
発
見
で
、
発
見
も
俳
句

の
大
事
な
要
素
で
あ
る
。
夢
風
撰
候
補
。

▽
高
瀬
川
の
作
品
。
何
年
か
前
に
菊
谷
潔
さ
ん
の
陶
芸
個
展
が
京
都
高
瀬
川
沿
い
の
町
家
で
開
か
れ
た
。
六
花
の
皆
さ
ん
と
展
示
会
に
伺
っ

て
、
京
都
町
家
の
よ
ろ
し
さ
を
そ
の
折
に
味
わ
っ
た
。
句
の
ご
と
く
高
瀬
川
は
浅
く
秋
の
水
が
流
れ
て
い
た
。
川
に
は
罪
人
な
ら
ぬ
紅
葉
の

葉
が
流
れ
て
き
て
風
情
を
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。
菊
谷
さ
ん
の
京
都
大
学
時
代
の
友
人
の
お
家
と
か
で
、
そ
こ
に
住
み
た
い
と
思
っ
た
も

の
だ
。

▽
夏
の
終
り
近
く
、
雨
が
止
む
か
止
ま
な
い
か
で
法
師
ゼ
ミ
が
け
た
た
ま
し
く
鳴
き
始
め
た
。
ま
る
で
夏
を
惜
し
む
か
の
よ
う
で
。
晩
夏
の

物
寂
し
さ
を
募
ら
せ
る
よ
う
な
鳴
き
方
。
つ
く
づ
く
ほ
う
し
、
と
鳴
く
そ
の
嘆
き
に
晩
夏
は
包
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

▽
蜻
蛉
の
目
に
遠
い
峰
が
写
っ
て
い
る
と
見
た
。蜻
蛉
の
目
は
透
明
に
澄
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
ト
ン
ボ
の
複
眼
を
虫
眼
鏡
で
見
る
と
、

ハ
チ
の
巣
の
よ
う
な
六
角
形
の
目
が
集
ま
っ
て
で
き
て
い
て
、
こ
の
小
さ
な
目
を
「
個
眼
」
と
い
い
そ
の
数
は
一
万
個
か
ら
三
万
個
に
も
な

る
と
い
う
。
レ
ン
ズ
の
部
分
で
は
一
つ
ひ
と
つ
違
う
映
像
で
マ
ル
チ
ス
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
う
な
の
だ
。
そ
の
目
に
映
る
景

色
は
夢
の
世
界
で
あ
ろ
う
。

▽
稲
の
花
の
句
。
俳
句
で
い
う
「
落
し
水
」
の
季
題
。
稲
の
花
が
咲
く
と
あ
と
は
米
粒
が
実
っ
て
く
る
。
農
家
に
と
っ
て
も
大
切
な
水
の
管

理
を
す
る
苦
労
が
へ
る
し
、
稲
は
実
っ
て
来
る
だ
け
で
あ
る
。
田
ん
ぼ
に
棲
む
昆
虫
や
貝
類
小
魚
は
水
が
無
く
な
る
前
に
落
し
水
に
乗
っ
て

川
に
出
て
ゆ
く
の
だ
。

水
甕
に
空
の
映
れ
る
稲
の
花

秋
扇
や
浅
く
流
る
る
高
瀬
川

猫
じ
や
ら
し
尾
つ
ぽ
ば
か
り
が
見
え
て
を
り

こ
と
ご
と
く
水
落
と
さ
れ
し
稲
の
花

石
段
に
雨
の
し
づ
く
や
萩
の
花

芋
の
葉
の
お
も
ひ
お
も
ひ
に
吹
か
れ
を
り

蜻
蛉
の
目
玉
に
映
る
遠
嶺
か
な

石
仏
に
遠
き
嶺
あ
る
木
槿
か
な

ひ
ぐ
ら
し
や
夕
餉
の
膳
の
と
と
の
ひ
ぬ

降
る
雨
の
止
む
を
ま
た
ず
に
法
師
蝉



聖
五
月
抄

早
乙
女
　
◎
　
善
野
　
行

▽
「
早
乙
女
」
の
句
。
こ
の
句
は
句
会
の
兼
題
「
遊
行
柳
」
で
出
し
た
句
で
、芭
蕉
が
田
植
え
を
見
て
い
て
一
枚
を
植
え
終
わ
る
と
立
ち
去
っ

た
と
い
う
句
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
が
、
昔
田
植
え
歌
を
歌
い
な
が
ら
早
乙
女
が
植
え
て
い
る
場
面
を
思
い
描
き
な
が
ら
詠
ん
だ
。「
は
ぎ
」

を
私
は
脛
（
す
ね
）
と
呼
ん
だ
が
、
間
違
い
で
「
ふ
く
ら
は
ぎ
」
の
こ
と
だ
つ
た
。
女
性
の
艶
め
か
し
い
と
こ
ろ
を
と
ら
え
る
の
は
行
の
ほ

う
が
数
段
に
上
。
田
を
植
え
る
女
性
の
屈
ん
だ
と
き
白
い
ふ
く
ら
は
ぎ
を
見
た
ら
、
む
ら
む
ら
と
こ
み
上
げ
て
く
る
欲
情
が
抑
え
き
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
私
は
生
真
面
目
だ
っ
た
と
反
省
。
も
っ
と
も
後
白
河
上
皇
は
待
賢
門
院
璋
子
を
連
れ
て
お
田
植
式
に
出
か
け
て
い
る
。

そ
の
場
面
は
略
す
。
そ
の
折
り
田
を
植
え
て
い
る
の
は
白
拍
子
で
あ
っ
た
。（「
待
賢
門
院
璋
子
の
生
涯
」）

▽
「
遊
行
柳
の
四
面
楚
歌
」
の
句
。
遊
行
柳
の
周
囲
は
田
で
あ
る
。
田
植
え
の
水
が
張
ら
れ
た
場
面
を
詠
ん
だ
。
田
蛙
の
声
が
姦
し
い
。
そ

の
状
態
が
四
面
楚
歌
で
あ
る
と
見
た
の
だ
。
四
面
楚
歌
の
詩
は
「
項
王
の
軍
垓
下
に
壁
す
。
兵
少
な
く
食
尽
く
。
漢
軍
及
び
諸
侯
の
兵
、
之

を
囲
む
こ
と
数
重
な
り
。
夜
漢
軍
の
四
面
皆
楚
歌
す
る
を
聞
き
、
項
王
乃
ち
大
い
に
驚
き
て
曰
く
、
漢
皆
已
に
楚
を
得
た
る
か
。
是
れ
何
ぞ

楚
人
の
多
き
や
、
と
。
周
り
は
敵
だ
ら
け
の
状
態
で
あ
る
。
私
も
子
ど
も
の
頃
実
家
の
周
囲
は
田
ん
ぼ
で
、
蛙
の
合
唱
に
責
め
ら
れ
た
。
同

時
作
「
田
草
取
り
」
の
句
。
柳
の
影
で
作
業
し
て
い
る
が
す
ぐ
さ
ま
日
差
し
の
中
に
出
な
く
て
は
い
け
な
い
農
作
業
の
地
獄
を
表
現
。
焚
火

は
冬
の
季
語
だ
が
、
最
近
焚
火
は
夏
か
ら
秋
の
季
語
に
な
っ
て
来
つ
つ
あ
る
。
焚
火
と
語
り
合
い
が
尽
き
る
と
空
に
は
天
の
川
が
あ
る
深
夜

の
光
景
。
雑
居
ビ
ル
で
仰
ぐ
天
の
川
は
奈
良
の
ス
タ
ン
ド
バ
ー
の
句
。
天
に
は
織
姫
と
彦
星
。
地
に
は
男
女
の
逢
瀬
。「
よ
か
っ
た
ら
、
鹿

の
く
る
弥
勒
ホ
テ
ル
で
、
寝
て
月
を
待
ち
ま
せ
ん
か
」
な
ど
と
、
お
戯
れ
を
。

▽
百
姓
と
い
う
言
葉
は
不
適
切
用
語
と
い
わ
れ
そ
う
だ
が
、
行
は
自
ら
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
許
さ
れ
る
の
か
も
。
百
姓
同
士
が
道
ば
た
で
、

「
よ
う
日
に
焼
け
た
や
ろ
」「
い
や
い
や
俺
こ
そ
ど
う
や
」
と
日
焼
け
自
慢
。
俺
こ
そ
働
き
者
だ
と
自
慢
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
の
ぼ

の
と
し
た
光
景
。

▽
「
日
傘
」
の
句
。
初
老
に
な
っ
て
、
日
焼
け
し
た
ら
染
み
に
な
る
。
と
い
う
健
康
被
害
の
方
が
気
に
な
っ
て
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
日
傘

を
差
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
分
を
嘲
笑
し
て
い
る
。
な
ん
と
も
哀
し
い
物
語
。
え
っ
も
し
か
し
た
ら
六
甲
の
こ
と
？
夢
風
撰

候
補
。

早
乙
女
の
は
ぎ
の
白
さ
や
柳
か
げ

遠
蛙
遊
行
柳
の
四
面
楚
歌

田
草
取
遊
行
柳
の
蔭
を
出
づ

玉
垣
の
涼
し
き
遊
行
柳
か
な

文
月
や
松
枯
色
の
目
に
立
ち
て

真
木
山
の
闇
に
仰
げ
る
銀
河
か
な

囲
む
火
の
尽
き
て
仰
げ
ば
天
の
川

天
の
川
逢
瀬
は
雑
居
ビ
ル
の
バ
ー

百
姓
の
日
焼
褒
め
合
ふ
立
話

日
傘
差
す
男
に
な
つ
て
し
ま
ひ
け
り



胡
瓜
も
む
　
◎
　
住
田
千
代
子

野
遊
抄

▽
「
夏
落
葉
」
の
作
品
。
能
舞
台
に
散
っ
た
夏
落
葉
の
紅
が
際
立
っ
て
印
象
的
。
秋
の
紅
葉
し
た
葉
よ
り
季
節
に
満
た
な
い
葉
が
時
季
を
全

う
で
き
ず
に
夏
の
暑
さ
に
負
け
て
散
る
恨
み
の
紅
色
で
あ
ろ
う
か
。
塵
一
つ
無
い
能
舞
台
に
散
っ
た
紅
色
の
落
葉
が
眼
に
強
く
印
象
的
で

あ
っ
た
の
だ
。

▽
す
り
鉢
の
目
を
洗
う
の
は
夏
至
の
タ
ベ
。
夏
至
に
食
べ
る
も
の
は
関
西
で
は
蛸
。
蛸
を
食
べ
る
と
き
す
り
鉢
で
擂
っ
た
味
噌
と
和
辛
子
・

お
酢
で
、
そ
れ
に
使
っ
た
す
り
鉢
を
束
子
で
洗
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
半
夏
生
に
も
蛸
の
料
理
を
食
べ
る
の
で
あ
る
主
婦
ら
し
い
日
常
の

光
景
を
詠
む
の
が
得
意
な
作
者
。

▽
七
夕
月
は
文
月
の
こ
と
。
ご
主
人
の
手
紙
か
、
す
べ
て
横
浜
局
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
思
い
出
の
手
紙
は
す
べ
て

YOKOHAM
A

の
割
印
が
あ
っ
て
ひ
と
き
わ
懐
か
し
い
手
紙
な
の
で
あ
ろ
う
。
陰
暦
の
七
夕
月
を
用
い
な
が
ら
消
印
は
英
文
の
消
印
と
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
思
い
入
れ
が
強
い
の
だ
。

▽
胡
瓜
も
む
の
句
、
河
童
は
誰
か
を
例
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
胡
瓜
は
河
童
の
大
好
物
。

▽
七
夕
月
（
た
な
ば
た
づ
き
）
は
文
披
月
（
ふ
み
ひ
ろ
げ
づ
き
）
女
郎
花
月
（
お
み
な
え
し
づ
き
）
秋
初
月
（
あ
き
は
づ
き
）
涼
月
（
り
ょ

う
げ
つ
）
親
月
（
し
ん
げ
つ
）
餞
月
（
せ
ん
げ
つ
）
蘭
月
（
ら
ん
げ
つ
）
相
月
（
そ
う
げ
つ
）
七
夜
月
（
な
な
よ
づ
き
）
な
ど
と
文
月
を
い

う
。
そ
の
語
源
は
「
真
淵
・
宣
長
ら
は
稲
の
穂
の
孕
む
穂
含
月
な
い
し
穂
見
月
の
略
と
解
し
て
い
る
が
、
一
般
に
は
文
被
月
の
略
で
、
七
夕

の
た
め
に
貸
す
文
を
ひ
ら
く
と
こ
ろ
か
ら
出
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
森
澄
雄
は
言
う
。
農
耕
民
族
の
日
本
人
は
月
の
運
行
を
大
切
に
し

て
き
た
。
昔
は
月
が
驚
く
ほ
ど
明
る
か
っ
た
し
日
常
の
暦
も
月
齢
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
勿
論
原
始
の
時
代
か
ら
月
の
満
ち
欠
け
の
産
卵

な
ど
未
だ
に
月
の
運
行
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
人
間
で
も
女
性
は
月
経
な
ど
月
と
因
縁
が
深
い
し
出
産
や
命
の
終
わ
り
な
ど
も
未
だ

に
月
の
満
ち
引
き
に
深
く
影
響
を
う
け
て
い
る
。

人
の
後
つ
い
て
茅
の
輪
を
潜
り
け
り

裏
庭
に
探
す
ボ
ー
ル
や
茗
荷
の
子

能
舞
台
ひ
と
ひ
ら
赤
く
夏
落
葉

郭
公
や
松
の
林
の
空
の
青

擂
鉢
の
目
を
洗
ひ
ゐ
る
夏
至
夕
べ

半
夏
生
ぶ
つ
切
り
に
す
る
蛸
の
足

ワ
イ
パ
ー
を
最
強
に
し
て
雷
を
過
ぐ

胡
瓜
も
む
河
童
の
好
む
塩
梅
に

命
日
は
文
披
月
夫
の
文

七
夕
月
み
なYOKOHAM

A

の
消
印
よ


